
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
八
巻
第
二
号

平
成
十
二
年
三
月

二
四
四

『開

目
抄
』

と

'
『
観

心
本

尊
抄

』

に
お
け
る

一、念

三
千

法
門

の
説
示

に

つ
い
て

渡

邊

寳

陽

言
う
ま
で
も
な
く
、
『観
心
本
尊
抄
』
は
天
台
大
師
の

『摩
詞
止
観
』

第
五
巻

の

一
念
三
千
出
処
の
文
章
を
巻
頭
に
掲
げ
、
以
下
に
法
華
経

の

究
極
の
教
義
を

一
念
三
千
と
し
て
究
明
し
、
そ
の
真
意
を
末
法
の
始
め

の
時
代

に
問
い
、

「三
大
秘
法
の
開
顕

へ
」
と
い
う
主
題

の
閾
明
を
結

論
と
す

る
の
で
あ

っ
て
、
「法
開
顕
の
書
」
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。・
『開

目
抄
』
は
流
罪

の
地
、
佐
渡
に
お
い
て
、
身
命
の
危
機
の
な
か
で
印
度

・

中
国

・
日
本
の
精
神
文
化
を
考
察
し
、
仏
教

の
意
義
を
確
か
め
、
そ
の

究
極
と

し
て
の

『法
華
経
』
の
救
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
法
華
経
行
者

意
識
か
ら
上
行
菩
薩
の
再
誕
の
自
覚
の
閾
明

へ
の
昇
華
を
明
ら
か
に
し
、

人
開
顕

の
書
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
枢
要

に
『観
心
本
尊
抄
』

と
は
角
度

の
異
な
る
一
念
三
千
の
法
門
の
開
示
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も

と
よ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
詳
細
な
論
考
が
多
数
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
傭
緻
的
な
考
察
を
試
み
た

い
。

ω

『
開
目
抄
』
に
お
け
る

「
一
念

三
千
論
」

の
開
示

『開

目
抄
』
は
高
山
樗
牛
が
あ
た
か
も
爆
布

の
よ
う
な
文
章
で
あ
る

と
述

べ
た
よ
う
に
、
段
落

の
な
い
文
章

で
綴

ら
れ
て
い
る
が
、
後
人
が

執
筆

の
意
図
を
推
察
し
つ
つ
科
段
を
付
し
て

い
る
歴
史
が
あ
る
。
コ

念
三
千
」
と
い
う
語
は
、
そ
の
示
さ
れ
る
箇
所
に
よ
つ
て
そ
の
意
義

の

展
開
が
あ
る
の
で
(
茂
田
井
教
亨

『開
目
抄
講
讃
』

(序
論
一二
章

・
本
論

　
ユ
　

士

二
章

・
余
論

二
章
)

に

よ

っ
て
考

察

を

進

め

る

こ
と

と

す

る
。

ま
ず

[序

論

]

第

二
章

に
お

い

て
、

「法

華

経

の
根

幹

に

あ

る

一
念

三
千

の
教

え
」

を

明

ら

か

に
す

る

な

か

で
次

の

よ
う

に
述

べ

ら

れ

る
。

「㈲

一
念
三
千

の
法
門

は
但
、
法
華
経

の
本

門
寿

量
品

の
文

の
底

に
し
づ
め
た

り
。

㈲
龍

樹

・
天
親
知

っ
て
、
し
か
も
い
ま
だ
ひ
ろ

い
い
だ
さ
ず
。

ω

但
、
我
が
天
台
智
者

の
み

こ
れ
を

い
だ
け
り
。

　
　

　

㈲

一
念
三
千
は
十
界
互
具
よ
り
こ
と
は
じ
ま
れ
り
。」
(定
本
遺
文
5
3
9
頁
)

す
な
わ
ち
、
㈲
す
で
に
こ
こ
に
い
う

一
念
三
千
の
法
門
は
天
台
大
師

の
い
わ
ゆ
る

「理
の

一
念
三
千
」
を
超
え
た

「事

の

一
念
三
千
の
法
門
」

を
既
定
の
事
実
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
日
蓮

が

『開
目
抄
』
で
語
る
の
は
、
「法
華
経

の
本
門
寿
量
品
の
文
の
底
」
に
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『開
目
抄

』
と

『
観
心
本
尊
抄
』

に
お
け

る

一
念

三
千
法
門

の
説

示
に

つ
い
て

(渡

邊
)

二
四
五

収
め
ら
れ
て
い
る

一
念
三
千
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
明
ら
か
に

『法

華
経
』
本
門
に
高
め
ら
れ
た

一
念
三
千
で
あ
る
。

ω
す
な
わ
ち
、
中
国
の
天
台
大
師
が

『法
華
経
』
を
理
解
す
る
上
で
、

「
一
念
三
千
の
論
」
が
最
も
重
要
な
鍵
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
明
ら
か

に
し
た

こ
と
を
確
認
す
る
。
㈲
そ
れ
は
方
便
品
第

二
の

「諸
法
実
相

・

十
如
是
」

の
背
後
に
あ
る
壮
大
な
理
論
を

[十
界
互
具
]
と
関
連
し
て

捉
え
、

そ
の

[十
界
互
具
]
に
よ
っ
て

[百
法
界
]
が
確
か
め
ら
れ
る

と
し
た
。
そ
れ
に

[十
如
]
と

[三
世
間
]
の
は
た
ら
き
を
合
わ
せ
て
、

「凡
夫

の

一
念
に
三
千
の
法
界
が
具
備
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を

『摩
詞

止
観
』
第
五
巻

に
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、

修
行
者

は
す
べ
て
皆
、菩
提
心
を
具
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
問
い
、

さ
ら
に
究
極
的
に
は
仏
陀
の
世
界
を
凡
夫
の
心
に
具
有
す
る
ゆ
え
ん
を

突
き
詰

め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
㈲
こ
の
よ
う
な
哲
学
は
天
台
大
師
に

よ
っ
て

『法
華
経
』
か
ら
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前

の

龍
樹
菩
薩

・
天
親
菩
薩
は
知

っ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
言
説
に
明

瞭
に
し
な
か
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

『開
目
抄
』

[序
論
]
の
主
題
は
、、
第

一
章

「儒
教

・
外
道
に
対
す
る

仏
道

の
優
位
な
る
こ
と
」
の
確
認
、
第
三
章

「諸
宗
が
批
判
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
の
解
明
」
に
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
精
神
文
化

全
体

へ
の
仏
教

の
位
置
付
け
、
諸
経
典
の
位
置
付
け
に
よ
っ
て

『法
華

経
』
が
そ
の
中
心
を
な
す
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「㈲

但

『法
華
経
』
計
り
教
主
釈
尊
の
正
言
也
。

㈲

三
世
十
方
の
諸
仏
の
真
言
也
。」
(定
本
5
3
9
頁
)

が
、
結
論
的
に
述
べ
ら
れ
た
日
蓮

の
依
っ
て
立

つ
基
本
で
あ
る
。

日
蓮
の
仏
教
観
が
釈
尊
を
は
じ
め
と
し
て
仏
陀
御

一
代

の
生
涯
に
お

い
て
五

つ
の
時
間
帯
を
経
て

『法
華
経
』
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を

基
本
と
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
そ
の

五
つ
の
時
間
帯
に
説
か
れ
た
経
典
が
、
そ
れ
ぞ
れ
化
儀

の
四
教
と
化
法

の
四
教
の
位
置
付
け
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
基
準
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
経
典

の
意
味

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
の

〈
一
代
五
時
〉
に
つ
い
て
は
諸
遺
文
に
述
べ
ら

れ
る
ほ
か
、
数
点
に
及

ぶ

『
一
代
五
時
鶏
図
』
等
の
図
録
な
ど
に
図
示
さ
れ
、
ま
た

〈五
時
八

教
〉
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
を
、

「真
実
」
と

い
う
語
に
収
敏
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「

大
覚
世
尊
は
四
十
余
年
の
年
限
を
指
し
て
、

①

其
の
内
の
恒
河
の
諸
経
を

〈未
顕
真
実
〉、

②

八
年
の
法
華
は

〈要
当
説
真
実
〉
と
定
め
給
い
し
か
ば
、.

③

多
宝
仏

大
地
よ
り
出
現
し
て

〈皆
是
真
実
〉
と
証
明
す
。

分
身
の
諸
仏
来
集
し
て
長
舌
を
梵
天
に
付
く
、
此
の
言

(こ
と
ば
)
赫

赫
た
り
、
明
々
た
り
。」
(定
本
5
3
9
頁
)

す
な
わ
ち
、
『法
華
経
』
以
前
の
諸
経
を

〈未
顕
真
実
〉
と

一
括
し
、

『法
華
経
』
方
便
品
に
お
い
て
真
実
が
必
ず
顕
現
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
趣
旨
を

〈要
当
説
真
実
〉
の
語
に
確
か
め
、

さ
ら
に
そ
れ
は
多
宝
如
来

の
本
願
に
基
づ
く
真
実
の
証
明
に
お
い
て
確
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『開
目
抄
』
と

『
観
心
本
尊
抄
』

に
お
け
る

一
念

三
千
法
門

の
説
示

に

つ
い
て

(渡

邊

)

二
四
六

定
さ
れ

る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を

〈皆
是
真
実
〉
の
語
に
よ
つ

て
確
か
め
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
仏
典
の
真
実
の
検
証

に
入
る
以
前
に
、
『開
目
抄
』
冒
頭
に

「儒
教

・
外
道

・
内
道

(仏
教
)

三
道
論
」
を
展
開
し
て
、
主

.
師

・
親
三
徳
を
鍵
と
し

つ
っ
精
神
文
化

の
昇
華

の
様
相
を
た
ど
っ
て
、仏
道

の
意
義
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
前
述
の
よ
う
に

『法
華
経
』
の
焦
点
が

「
一
念
三
千
」

の
真
実

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
よ

う
に

『
開
目
抄
』
は
す
で
に
序
論
に
お
い
て
、
精
神
文
化
の
奥
義
が

『法
華
経
』
の

一
念
三
千
に
収
敏
さ
れ
る
こ
と
を
構
造
的
に
位
置
付
け

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
本
論
に
入
る
と
、
第
四
章

「二
乗
作
仏
論
」
、
第
五
章

「久
遠

実
成
論

」
に
よ
つ
て

『法
華
・経
』
の
大
綱
を
た
ど
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
決

し
て
平
面
的
に
語
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
五
章

に
お
い
て

「述
門
の

一
念
三
千
」

「本
門
の
久
遠
」
を

「(釈
尊
)

一
代

の
綱
骨

・
一
切
経
の
心
髄
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
う
ち

「迩
門
方
便
品

は

一
念

三
千

・
二
乗
作
仏
を
説

い
て
爾
前
の
二
種

の
失

(と
が
)

一
っ

を
逃
れ
」
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
　
門
を
開
い
て
本
門
を
顕
わ
す
こ
と

が
な
い
た

め
に

「ま
こ
と

の

一
念
三
千
」
が
あ
ら
わ
れ
な

い
し
、
し
た

が
つ
て
二
乗
作
仏
も
決
定
的
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
門

が
開
顕
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
仏
陀
釈
尊
は
伽
耶
城
の
菩
提
樹
の
下
で
始

め
て
正
覚
を
成
ぜ
ら
れ
た
と
す
る

『法
華
経
』
　
門
ま
で
の
常
識
が
否

定
さ
れ
、
久
遠
の
釈
尊

の
教
導
の
心
髄
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
及
ん
で
、

「ま
こ
と
の

一
念
三
千
の
法
門
」
が
顕
現
さ
れ
る
。

「㈲
本
門
に
い
た
り
て
、
始
成
正
覚
を
や
ぶ
れ
ば
、
四
教
の
果
を
や
ぶ
る
。
四

教
の
果
を
や
ぶ
れ
ば
、
四
教
の
因
や
ぶ
れ
ぬ
コ

㈲
爾
前

・　
門
の
十
界
の
因
果
を
打
ち
や
ぶ
っ
て
、
本
門
十
界
の
因
果
を
と

き
顕
は
す
。
此
れ
即
ち
本
因
本
果
の
法
門
な
り
。

㈲
九
界
も
無
始
の
仏
界
に
具
し
、
仏
界
も
無
始
の
九
界
に
備
は
り
て
隅
真
の

十
界
互
具
・
百
界
千
如

・
一
念
三
千
な
る
べ
し
。」
(定
本
5
5
2
頁
)

㈲

の
示
す
と
お
り
、
久
遠
の
釈
尊
の
教
導
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
常
識
と
さ
れ
て
き
た
始
成
正
覚
の
釈
尊
の
境
地
を

超
克
し
た
境
地
が
開
顕
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
一
代
五
時
」

「五
時
八
教
」
に
要
約
さ
れ
る
よ
う
な
こ
れ
ま

で
説
か
れ
て
き
た
蔵
教
・

通
教

・
別
教

・
円
教
の
悟
り
の
境
地
は
否
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ

を
め
ざ
す
因
行
も
否
定
さ
れ
る
。

㈲

『法
華
経
』
以
前

の
諸
経
、
『法
華
経
』
迩
門
に
お
い
て
説

か
れ

て
き
た
、
(十
法
界
の
う
ち
)
迷

い
の
九
法
界
か
ら
仏
界
に
向
か
う
修
行

の
論
理
は
否
定
さ
れ
、
迷

い
の
九
法
界
も
す
で
に
仏
界
に
包
ま
れ
て
い

る
と
い
う
救
済

の
論
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

本
門
立
脚
の
教
導
が

「本
因
本
果

の
法
門
」

(久
遠
の
釈
尊
の
崇
高
な
仏

果
に
、
同
時
的
に
永
遠
の
修
行
が
内
包
さ
れ
て
い
る
ど
す
る
法
門
)
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈲
さ
ら
に
、
そ
の
境
地
が

「迷
い
の
九
法
界
も
す
で
に
久
遠
の
仏
の

世
界
に
包
ま
れ
て
い
る
」
と
同
時
に
、
「久
遠

の
仏
界

(仏
陀
の
法
界
)
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『
開
目
抄
』
と

『
観
心
本
尊
抄
』

に
お
け
る

一
念
三
千
法
門

の
説
示

に

つ
い
て

(渡

邊

)

二
四
七

が
迷

い
の
九
法
界
か
ら
画
然
と
超
克
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
無

始

の
九

法
界
の
な
か
に
内
在
す
る
」
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
天
台
大
師
が

『法
華
経
』
に
よ
っ
て

「
(悟
り
と
迷
い
と
の
)
十
法

界
は
互

い
に
具
わ
り
、
有
…機
的
に
は
た
ら
い
て
い
る
」
と
す
る
十
界
互

具
の
論
理
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
、
そ
の
百
界
の
互
具
互
用
は
十
如
是
の

は
た
ら
き
を
加
味
す
れ
ば

「百
界
千
如
」
の
論
理
と
な
り
、
さ
ら
に
三

世
間
の
要
素
を
加
味
し
て

=

念
三
千
」
の
法
門
と
な
る
こ
と
が

『摩

詞
止
観
』
第
五
巻
に
お
い
て
講
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

る
。
そ

の
意
義
が
、
い
ま

『開
目
抄
』
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
本
門

の
開
顕

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
久
遠
釈
尊
が
超
越
的
に
九

法
界
を
内
包
す
る
と
と
も
に
、
同
時
に
九
法
界
に
久
遠
釈
尊
が
内
在
す

る
と
い
う
救
済
の
世
界
と
し
て
、
そ
の
昇
華
し
た
す
が
た
が
示
さ
れ
る

す

の
で
あ
る
。

第
六
章

「受
難
を
覚
悟
し
て
の
発
願
」
(
第
七
章

「法
華
経
の
予
言

の
色
読
」
、
第
八
章

「諸
天
不
守
護

の
疑
問
」
と
進
ん
で
い
き
、
法
華

経
行
者
と
し
て
の
実
践
の
課
題
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
法

華
経
の
行
者
と
し
て
の
発
願
と
実
践
、
そ
れ
に
対
す
る
受
難
の
体
験
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
者

へ
の
守
護
が
何
故
な
い
の
か
と
い
う
葛
藤

が
語
ら
れ

て
い
く
。

そ
こ
か
ら
、
再
び
第
九
章

「迩
門
の

一
念
三
千
」
、
第
十
章

「本
門

の

一
念
三
千
」
に
お
い
て

『法
華
経
』
の
読
み
方
、
そ
の
世
界

へ
の
思

索
を
深
め

て
い
く
。
ま
ず
第
九
章
に
お
い
て
、

一
念
三
千
が
方
便
品
第

二
の
最
初
に
示
さ
れ
る

[十
如
実
相
]
を
通
し
て

一
念
三
千

の
境
地
を

示
し
て
暗
示
し
、
仏
陀

の
本
懐
を
示
し
た
こ
と
を
述

べ
る
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
天
台
大
師
の

『摩
詞
止
観
』
を
披
見
す
れ
ぼ
、
こ
の

[十
如

実
相
]
に
こ
そ

一
念
三
千
の
出
処
が
示
さ
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、

日
蓮
は

「略
し
て
宣

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と

い
い
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
聞

い
た
人
の
境
地
を
時
鳥

(ほ
と
と
ぎ
す
)

の
声
を
夢
現

つ
の
う
ち

に
聞
い
た
こ
と
に
擬
え
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
第
十
章
で
は
久

遠
の
釈
尊

の
境
地
に
及
び
、
そ
の
境
地
を
第
十

一
章

「諸
宗
が
本
尊
を

見
失
う
こ
と

へ
の
批
判
」
を
論
じ
、
第
十
二
章

「
一
念
三
千
仏
種
論
」

に
お
い
て

一
念
三
千
の
重
要
性

の
認
識
を
迫
る
の
で
あ
る
。

「①
法
華
経
の
種
に
依
っ
て
天
親
菩
薩
は
種
子
無
上
を
立
て
た
り
。

②
天
台
の
一
念
三
千
こ
れ
な
り
。

③
華
厳
経
乃
至
大
乗
経
・大
日
経
等
の
諸
尊
の
種
子
、
皆
、
一
念
三
千
な
り
。

④
天
台
智
者
大
師

一
人
、
此
の
法
門
を
得
給
え
り
。」
(定
本
5
7
9
頁
)

つ
ま
り
、
①
に
天
親
が

『法
華
論
』
に
お
い
て
、
法
華
経
十
七
異
名

を
論
ず
る
な
か
で
、

「法
華
・経
の
種
11
種
子
無
上
」
と

い
う
義
を
明
示

し
て
い
る
こ
と
。
②
天
台
大
師
の

一
念
三
千
論

の
ポ
イ
ン
ト
は
こ
こ
に

あ
る
と
い
う
こ
と
。
③
そ
こ
か
ら
逆
に
見
渡
す

と
、
諸
大
乗
経
に
見
え

る
諸
尊

の
種
子
は
、
す
べ
て

一
念
三
千
に
あ
る
と
論
断
す
る
。
④
そ
こ

か
ら
再
び
、
天
台
大
師
が
た
だ

一
人
、
此

の
法
門
を
獲
得
さ
れ
た
事

の

意
義
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
も

は
や

『摩
詞
止
観
』
第

五
巻

の

一
念
三
千
論
は
超
克
さ
れ
て
、

一
念
三
千
が
諸
尊
の
種
子
で
あ
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『開
目
抄
』
と

『観

心
本
尊
抄
』

に
お
け
る

一
念
三
千
法
門

の
説

示
に

つ
い
て

(渡

邊
)

二
四
八

り
、
仏
教

の
根
本
で
あ
る
こ
と
の
提
示
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
も
う

一
度
、
末
法
の
法
華

経

の
行
者

の
意
義
が
問
わ
れ
て
い
く
。
第
十
三
章

「三
箇

の
勅
宣
と
二

箇

の
諌
暁

に
よ
っ
て
法
華
経

の
行
者
な
る
こ
と
を
確
認
」
す
る
、
そ
の

最
後

の
部
分
で
、
提
婆
達
多
品
第
十
二
に
示
さ
れ
る
女
人
成
仏
に

つ
い

て
、
『法
華
経
』
以
前

に
示
さ
れ
た
の
は

「改
転
の
成
仏
」
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
『法
華
経
』
に
お
い
て
は
ま
さ
に

「
一
念
三
千
の
成
仏
」
が

確
証

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て

『法
華
経
』
以
前

の
教

示
は
、
『
法
華
経
』
の
真
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
段
階

の

「有

名
無
実
の
成
仏
」
で
あ
る
と
い
う

(定
本
5
8
9
頁
)。
わ
ず
か
に
こ
れ

だ
け
の
文
章
で
、
詳
し
い
説
明
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
こ
こ

で
確
認
で
き
る
の
は
、
姿
を
変
え
て
成
仏
し
た
と
い
う
こ
と
を

「改
転

の
成
仏
」
と
し
て
位
置
付
け
て
、
真

の
成
仏

の
姿
は

「
一
念
三
千

の
成

仏
」
に
あ

る
こ
と
の
提
示
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
第
十
四
章
に
お
い
て

『法
華
経

』
が

「未
来
記
の
明
鏡
」

で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
、
第
十
五
章

「受
難
を
ふ
り
か
え
り
、
立
教

宣
言
に
伴

う
誓
願
を
確
か
め
」
、
法
華
経
行
者
と
し
て
の
誓
願
実
現
の

行
動
の
背

後
に
第
十
六
章

「滅
罪
を
果
た
し
て
解
脱
を
得
る
」
宗
教
的

境
地
を
告

白
す
る
。・
そ
の
最
後

の
文
章

で
、
仏
を
求
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の

理
論
を
否
定
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「①
但
、
天
台
の
一
念
三
千
こ
そ
仏
に
な
る
べ
き
道
と
み
ゆ
れ
。

②
此
の
一
念
三
千
も
、
我
等

一
分
の
慧
解
も
な
し
。

③
而
れ
ど
も

一
代
経
々
の
中
に
は
此
の
経
計
り

一
念
三
千
の
玉
を
い
だ
け

り
。」
(定
本
6
0
4
頁
)

日
蓮
は
、

一
念
三
千
は
天
台
大
師
の
発
明
だ
と
も
言
う
。
し
か
し
、

他
の
箇
所

で
は

一
念
三
千
は

『法
華
経
』
に
備
わ

っ
て
い
る
も
の
で

あ
っ
て
、
天
台
大
師
は
そ

の
意
義
を
確

か
め
た
に
過
ぎ

な
い
と
も
言

う
。
②
と
も
か
く
、
①
の
言
葉
の
よ
う
に
、
天
台
大
師
が
解
明
し
た

一

念
三
千

の
法
門

こ
そ
仏
に
成

る
道
を
示
し
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る

が
、
②

の
通
り
、
末
法
の
我
等
衆
生
は
わ
ず
か
ば
か
り
の
智
慧
や
理
解

も
持
た
な
い
と
い
う
認
識
を
示
し
た
上
で
、
③

に
お
い
て
、

一
念
三
千

の
玉
は

『法
華
経
』
の
み
に
抱
か
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
大
き
な
命
題

は
、
『開
目
抄
』
に
お
い
て
は
暗
示
的
に
述

べ
ら
れ

る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
命
題
は
や
が
て

『四
信
五
品
抄
』
に
お
い
て
、

「以
信
代
慧
」
の
論
理
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
『開
目
抄
』
が
日
蓮

の
半
生

の

『法
華

経
』
実
践
の
意
義
を
ふ
り
か
え
り
、
そ
の

『法
華
経
』
の
未
来
記

(予

言
)
の
色
読
体
験
を
ふ
ま
え
て
末
法
万
年
の
仏
教
の
指
針
を
示
す
と
い

う
大
い
な
る
誓
願
の
根
幹
に

「
一
念
三
千
」
の
日
蓮
的
理
解

の
世
界
が

横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
う
ち
で
も
5
5
2
頁
の
久
遠
釈
尊

の
超
越
具

・
内
在
具
の
宗
教
的
境

地
の
表
現
は
、
あ
る
意
味
で
は
暗
示
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と

も
い
え
よ
う
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
説
示
と
な

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

同
時
に
6
0
6
頁
の
表
現
は
、
後
年

の

「以
信
代
慧
」
と
い
う
指
針
と
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『
開
目
抄
』

と

『観

心
本
尊
抄
』

に
お
け
る

一
念

三
千

法
門

の
説

示
に

つ
い
て

(渡

邊
)

二
四
九

密
接
な
関
連
を
思
わ
せ
る
。
ま
さ
に
流
罪
の
地
、
佐
渡
に
お
い
て
酒
々

と
書
き
綴
っ
た

『開
目
抄
』

に
、
「
一
念
三
千
の
法
門
」
が
高
度
な
宗

教
的
世
界
と
し
て
凝
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
察
で
き
よ
う
。

図

『観

心
本
尊
抄
』

に
お
け

る

一
念

三
千
法
門

の
究
明

『観
心
本
尊
抄
』

は
巻
頭
に

『摩
詞
止
観
』
第
五
巻

の

「
一
念
三
千

出
処

の
文
」
を
挙
げ
、
以
下
、
三
十
番
問
答
を
重
ね
つ
つ
論
を
展
開
し

て
い
る
。
も
と
よ
り
天
台
大
師
が
論
じ
た

一
念
三
千

の
意
図
は
、
十
界

互
具
か
ら
百
界
千
如
を
証
し
、
さ
ら
に
三
世
間
の
は
た
ら
き
を
加
え
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
法
界

の
互
具
互
用
を
論
ず
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
究
極

の
課
題
は
凡
夫

の
心
に
仏
界
を
具
す
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
日
蓮
は
第

一
問
答
か
ら
第
八
問
答
に
お
い
て

は
、
ま
ず
そ
の
意
義
を
問

い

(定
本
7
0
2
～
3
頁
)
、
第
九
問
答
か
ら

第
十

一
問
答

に
は
百
界
千
如
と

一
念
三
千
と

の
意
味

の
違

い
を
論
じ

(定
本
7
0
3
～
4
頁
)、
第
十
二
か
ら
第
十
七
問
答
ま
で
は
十
界
互
具
が

凡
夫
の
身
に
も
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
根
拠
を

『法
華
経
』
の
経
文
に

確
か
め
て
い
る

(定
本
7
0
4
～
7
0
7
頁
)。

こ
の
よ
う
に

『観
心
本
尊
抄
』
の
第

一
段
の
第

一
章
か
ら
第
四
章
に

至
る
間

に
論
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
く
り
か
え
し
く
り
か
え
し
、
我
等

の
よ

う
な
凡
夫
の
劣
心
に
仏
界

(仏
陀
の
法
界
)
を
具
有
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

一
念
三
千
の
法
門
を
根
拠
と
し
て
、
日

蓮
聖
人
が

『観
心
本
尊
抄
』
に
お
い
て
題
目
受
持
に
よ
る
成
仏
を
説
く

と
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
結
論
だ
け
を
耳
に
す
る
者
は
し
ば
し
ば
、
そ
の

結
論
に
疑
念
を
抱
く
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
『観
心
本
尊
抄
』

の
問

答
に
お
い
て
繰
り
返
し
問
わ
れ
る
の
は
、
ま
さ

に
し
ば
し
ば
疑
念
と
さ

れ
る
点
に
つ
い
て
の
執
拗
な
ま
で
の
追
求
な

の
で
あ
る
。

『観
心
本
尊
抄
』
の
結
論
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら

『開
目
抄
』
と

一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
第
十
七
番
問
答
に
至

る
間
の

問
答
の
内
容
は
、
い
き
な
り
超
越
的
な
久
遠
釈
尊
と
の
濯
遁
に
あ
る
の

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
十
八
番
問
答
の

「問
う
て
日
く
、
教
主
釈

尊
は
」
の
下
に
割
り
注
し
て

「
こ
れ
よ
り
堅
固

に
こ
れ
を
秘
せ
」
と
本

書
を
読
む
に
際
し
て
の
格
段

の
注
意
事
項
を
示
す
と
こ
ろ
か
ら
、
文
脈

は

一
転
す
る
。
そ
の
根
幹
は

『法
華
経
』
述
門
以
前
の
教
主
釈
尊
は
た

だ
始
成
正
覚
の
境
地
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
の
み
で
あ
る
と
厳
七
い
批

判
を
加
え
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「本
門
を
以
て
之
を
疑
は
ば
、
教
主
釈
尊
は
五
百
塵
点
以
前
の
仏
な
り
。
因
位

も
又
是
の
如
し
。
其
れ
よ
り
已
来
、
十
方
世
界
に
分
身
し
、

一
代
聖
教
を
演

説
し
て
塵
数
の
衆
生
を
教
化
し
た
ま
ふ
。
本
門
の
所
化
を
以
て
　
化
の
所
化

に
対
向
す
れ
ぼ
、
一
滞
と
大
海
と
、

一
塵
と
大
山
と
な
り
。
本
門
の
一
菩
薩

を
迩
門
の
十
方
世
界
の
文
殊

・観
音
等
に
対
向
す
れ
ば
、
猴
猿
を
以
て
帝
釈

に
比
す
る
に
尚
及
ば
ず
。
其
の
外
十
方
世
界
の
断
惑
証
果
の
二
乗
な
ら
び
に

梵
天

・
帝
釈

・
日
月

・
四
天

・
四
輪
王
、
乃
至
無
間
大
城
の
大
火
災
等
、
此

等
は
皆
、
我
が
一
念
の
三
千
か
。
己
心
の
三
千
か
。」
(定
本
7
0
7
～
8
頁
)

こ
の
文
に

つ
づ
い
て

「仏
説
た
り
と
錐
も
、
之
を
信
ず

べ
か
ら
ず
」
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『開

目
抄
』

と

『
観
心
本
尊
抄
』

に
お
け
る

一
念

三
千
法
門

の
説

示

に

つ
い
て

(渡

邊

)

二
五
〇

と
、
天
台
大
師
の
所
説
に
っ
い
て
疑
問
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
次

の
第
十
九
番
問
答
の
答
に
於
い
て
、
こ
れ
ら

の
大
い
な
る
難
問
に
対
し

て
の
教
主
釈
尊
の
答
は
、
『法
華
経
』
法
師
品
の

「已
今
当
説
最
為
難

信
難
解
」
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
は
次

の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
師
品
に
は

「我
が
所
説

の
経
典
、
無
量
百
千

万
億
に
し
て
、
巳
説
、
今
説
、
当
説
あ
り
。
而
も
其
の
中
に
於

い
て
、

此
の
法
華
経
、
最
も
為

(こ
)
れ
難
信
難
解
な
り
。
薬
王
、
此

の
経
は

是
れ
、
諸
仏

の
秘
要

の
蔵
な
り
。
分
布
し
て
妄
り
に
人
に
授
与
す
べ
か

ら
ず
。
諸
仏
世
尊

の
守
護
し
た
ま
ふ
所
な
り
。
昔
よ
り
已
来
、
未
だ
顕

説
せ
ず

」
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
経
意
は
仏
教
諸
経
典
に
お
い
て

「諸
仏

の
秘
要

の
蔵
」

は
最
も
難
信
難
解
な

『法
華
経
』
に
集
約
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
法
師
品
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
本

と
し
て
統

一
的
な
仏
教
理
解
に
立
た
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
す
る
の
で

あ
る

(定
本
7
0
9
頁
)
。
こ
の
こ
と
は
、
天
台
大
師

の

「
二
門
悉
く
昔

と
反
す
れ
ぼ
、
信
じ
難
く
解
し
難
し
。
鉾
に
当
た
る
の
難
事
な
り
」
と

い
う
所
説
を
重
要
と
す
る
理
解
と
表
裏

一
体
を
な
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し

て
、
『法
華
経
』
本
門
に
示
さ
れ
る
久
遠
釈
尊
の
教
導
を
認
識

す
る
こ
と
こ
そ
、
仏
教
理
解
の
根
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う

視
座
に
帰
結
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
「月
氏

の
釈
尊

・
真
旦

の
智
者
大

師

・
日
域

の
伝
教
」
を
内
典

(仏
典
)
の
聖
人
と
す
る

(定
本
7
0
9

頁
)
,こ
と
の
認
識
に
連
結
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

『法
華

経
』
が
難
信
難
解

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
最
勝
の
法
門
で
あ
る
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
る
と
述
べ
た
上
で
、
第
二
十
番
問
答
の
答
に
お
い
て
、
無

量
義
経

・
法
華
経

・
涅
槃
経

・
龍
樹
菩
薩

・
吉
蔵

・
天
台
大
師
等
の
経

・

論

・
釈
か
ら
演
繹
さ
れ
る
の
は
、
題
目
の
三
十
三
字
段
と
呼
ぼ
れ
る
次

の
文
で
あ
る
。

「釈
尊
の
因
行
果
徳
の
二
法
は
、
妙
法
蓮
華
経

の
五
字
に
具
足
す
。
我
等
此
の

五
字
を
受
持
す
れ
ば
、
自
然
に
彼
の
因
果
の
功
徳
を
譲
り
与

へ
た
ま
ふ
。」

(定
本
7
1
1
頁
)

こ
の
文
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
確
認
し
て
き
た
と
お

り
、
久
遠
釈
尊
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
文
に
っ
つ
い
て

「釈
迦

・
多
宝

・
十
方
の
諸
仏
は
我
が
仏
界
」

で
あ
る
と
述

べ
、
「我
等

が
己
心
の
釈
尊
は
五
百
塵
点
、
乃
至
所
顕

の
三
身
に
し
て
無
始
の
古
仏
」

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
見
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
。
さ
ら
に

「地
涌
千
界

の
菩
薩
は
己
心

の
釈
尊
の
春
属
」

で
あ
り
、
そ
の
菩
薩
が

「我
等
が
己
心
の
菩
薩
」
等

で
あ
る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
す
る

(定
本
7

1
2
頁
)
の
は
、
久
遠
釈
尊

の
世
界
が
そ
の
果
徳
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地

涌
千
界
の
菩
薩
に
示
さ
れ
る
因
行
の
世
界
を
も
包
摂
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
内
奥
は
、
伝
統
的
に
本
尊
段
と
よ
ば
れ

て
尊
重
さ
れ
る
第
二
十
番

問
答

の
答

の
後
半
に
象
徴
的
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
十

一
番
問
答
以
降
は
弘
通
段
と
よ
ば
れ
る
日
蓮
聖
人

の

『法
華

経
』
色
読
に
つ
い
て
の
叙
述

で
あ
る
。
こ
の
間
に

『法
華
経
』
本
門
の

教
え
が
末
法
に
展
開
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
未
来
記
と
し
て
示
さ
れ
、
末

法
万
年

の
軌
範
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
が
語

ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
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『
開
目
抄
』
と

『
観
心
本
尊
抄
』

に
お
け
る

一
念

三
千
法
門

の
説

示
に

つ
い
て

(渡

邊

)

二
五

一

次
の
よ
う
な
結
語
が
示
さ
れ
る
。

「天
晴
れ
ぬ
れ
ば
地
明
ら
か
な
り
。
法
華
を
識
る
者
は
世
法
を
得
べ
き
か
。
一

念
三
千
を
識
ら
ざ
る
者
に
は
、
仏
、
大
慈
悲
を
起
し
、
五
字
の
内
に
此
の
珠

を
裏
み
、
末
代
幼
稚
の
頚
に
懸
け
さ
し
め
た
ま
ふ
。
…
。」
(定
本
7
2
0
頁
)

㈹

『開
目
抄

』
『観
心
本
尊
抄
』
両
著

の
関
連

『開
目
抄
』
は

「法
華
経

の
行
者
は
誰
な
る
ら
む
。
求
め
て
師
と
す

べ
し
」

(定
本
5
9
9
頁
)
と
い
う
言
葉
に
表
象
さ
れ
る
よ
う
に
、
末
法

に
お
け
る
法
華
経

の
行
者
の
閾
明
を
大
き
な
課
題
と
し
て
い
る
。
も
と

よ
り
そ
れ

は
日
蓮
が
法
華
経
の
行
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
結

論
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
の

「法
華
経

の
行
者
」

と
は
久
遠

の
時
間
を
背
景
に
し
た
意
味
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て

「仏

は
小
指
を
提
婆
に
や
ぶ
ら
れ
、
九
横
の
大
難
に
値
ひ
給
ふ
。
此
は
法
華

経

の
行
者

に
あ
ら
ず
や
」

(定
本
5
9
9
頁
)
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏

陀
釈
尊
も
九
横
の
大
難
と
よ
ぼ
れ
る
数
々
の
大

い
な
る
法
難
を
受
け
ら

れ
た
と
し

て
、
そ
の
姿
は
法
華
経
の
行
者
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
に
対
し
て
、
『観
心
本
尊
抄
』
で
は

「自

界
叛
逆

・
西
海
侵
逼
の
二
難
」
(内
乱

・
外
趨
)
を
法
華
経

に
予
言
す
る

「猶
多
怨
嫉
況
滅
度
後
」
の
現
象
と
と
ら
え
、
「此
時
、
地
涌
千
界
出
現

し
て
本
門

の
脇
士
と
な
り
て
、

一
閻
浮
提
第

一
の
本
尊
此
国
に
立

つ
べ

し
」
と
い
い
、
か
つ
て
正
法

・
像
法

の
時
代
に
な
か
っ
た
大
地
震

・
大

彗
星
の
出

現
は
仏
勅
を
頂

い
て
大
地

の
下
に
在
る

「四
大
菩
薩
、
出
現

せ

し

む

べ

き
先

兆

な

る
か

」

(以
上
、
定

本
7
2
0
頁

)

と

、

法

華

経

に

予

言

せ

ら

れ

る
地

涌

の
菩

薩

の
自
覚

の
境

地

を

明

ら

か

に
し

て

い
る

の

で

あ

る
。

そ

れ

と

対

応

す

る

の
が

、

定

本

7

1

1

頁

の

「自

然

譲

与

」

の
文

で
あ

ろ
う

が
、

し

か

し
実

は

そ

の
内

面

の
論

理

で
あ

る
九

界

即
仏

界

・
仏

界

即
九

界

の
論
理

は
、

よ

り
率

直

に

『
開

目
抄

』

に
明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

と
言

え

よ
う

。

こ

こ

に
両

著

の
構

成

が
異

な

り
、
表

現

に

お

い

て
も

微

妙

な

変

化

を

見

せ

な

が

ら
、

肝

要

な

「
一
念

三

千

の
法

門

」

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

こ
と

が

伺

え

る

の

で

あ

る
。

1

渡
辺
宝
陽

・
小
松
邦
彰
編

(日
本

の
仏
典

・
九
)
『
日
蓮
』

(筑
摩
書
房
)

参
照
。

2

『昭
和
定
本

日
蓮
聖
人
遺
文

』
は

「定
本
」
と
略
称
。
本
稿

で
は
送
り
仮

名

を
本
文
中

に
加
え
、
『観

心
本
尊
抄

』
は
原
漢
文
を
読

み
下
し

た
。
な

お
、

頭
部

の
番

号
は
私

に
付

し
た
も

の
で
あ
る
。

3

茂

田
井
教
亨

『開
目
抄
講

讃
』
ほ
か

に
詳
細

に
語

ら
れ
、
諸
先
師

の
詳

細

な
記
述
も
多

々
あ
る
ほ
か
、
『
本
化
聖
典
大
辞
林
』
中

の

「
一
念
三
千
」

等

の
項

目
が
あ

る
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

日
蓮
、

一
念
三
千
法
門
、
開
目
抄
、
観
心
本
尊
抄

(立
正
大
学
教
授

・文
博
)
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